
「
同
類
」
を
「
憫
笑
」
す
る
た
め
に

―
―
梅
崎
春
生
「
山
名
の
場
合
」
に
お
け
る
「
ユ
ー
モ
ア
」
と
「
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
」

渡

部

裕

太

は
じ
め
に

「
ユ
ー
モ
ア
」
と
「
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
」
を
生
む
仕
掛
け

「
山
名
の
場
合
」
は
雑
誌
『
新
潮
』
に
一
九
五
一
年
一
一
月
に
発
表
さ

れ
、
翌
年
四
月
の
『
創
作
代
表
選
集
』（
日
本
文
芸
協
会
編

大
日
本
雄
弁

会
講
談
社
）
に
収
録
さ
れ
た
。

こ
の
作
品
に
つ
い
て
、
伊
藤（
１
）整は
「
ユ
ー
モ
ラ
ス
な
批
判
を
含
む
日
常
生

活
描
写
と
し
て
の
佳
作
」
と
評
し
、
浅
見（
２
）淵は
「
諷
刺
味
の
勝
っ
た
「
大
人

の
メ
ー
ル
ヘ
ン
」
的
作
品
」
と
説
明
す
る
。い
ず
れ
も
、こ
の
作
品
か
ら
「
諷

刺
」
的
な
ユ
ー
モ
ア
を
読
み
取
っ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
平
野（
３
）謙は

「
庶
民
生
活
の
愚
か
な
風
景
こ
そ
人
間
の
普
遍
的
な
あ
り
か
た
で
は
な
い

か
、
と
す
る
虚
無
的
な
人
間
意
識
」
が
根
柢
に
あ
り
、
そ
の
庶
民
生
活
の
愚

か
さ
に
梅
崎
が
「
同
類
意
識
」
を
抱
い
て
い
る
、
と
指
摘
し
て
い
る
。

そ
の
よ
う
な
評
価
を
ふ
ま
え
、
高
橋
啓（
４
）太は
、「
山
名
の
場
合
」
を
「
ボ

ロ
家
の
春
秋
」
や
「
Ｓ
の
背
中
」、「
鏡
」
な
ど
と
と
も
に
「
市
井
小
説
」
と

位
置
づ
け
る
。
そ
れ
ら
の
作
品
が
「「
軽
い
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
」
を
描
い
て
い
る

と
み
な
さ
れ
て
い
る
」
こ
と
を
指
摘
し
、「「
コ
ミ
カ
ル
」「
ユ
ー
モ
ラ
ス
」

と
い
っ
た
言
葉
も
「
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
」
と
無
縁
な
立
場
か
ら
の
評
価
で
は
な

い
」
と
す
る
。
そ
の
上
で
「
山
名
の
場
合
」
は
「
自
己
投
影
で
き
な
い
〈
隣

人
〉
と
の
接
触
を
露
わ
に
し
て
い
る
テ
ク
ス
ト
な
の
だ
」
と
定
義
づ
け
、「
主

体
確
立
の
挫
折
」
と
い
う
「
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
」
的
な
作
品
解
釈
の
読
み
替
え
を

は
か
っ
て
い
る
。

戸
塚
麻（
５
）子は
、「
山
名
の
場
合
」
を
「
他
人
と
の
結
び
つ
き
を
得
て
、
生

き
が
い
を
獲
得
し
、
幸
福
に
な
れ
る
と
い
う
、
従
来
の
梅
崎
の
文
学
に
は
決

し
て
な
か
っ
た
明
る
く
健
康
的
な
ス
ト
ー
リ
ー
」
だ
と
す
る
。
戸
塚
に
よ
れ

ば
、「
ユ
ー
モ
ア
」
と
は
「
過
酷
な
現
実
を
切
り
抜
け
よ
う
と
す
る
と
き
現

れ
る
精
神
態
度
、現
世
か
ら
自
己
を
切
り
離
し
、或
い
は
ず
ら
す
こ
と
に
よ
っ

て
、
自
己
を
相
対
化
し
、
解
放
し
よ
う
と
す
る
態
度
の
こ
と
」
で
あ
り
、「
ニ

ヒ
リ
ズ
ム
脱
出
の
為
に
編
み
出
さ
れ
た
方
法
」
で
あ
る
。
梅
崎
が
「
ユ
ー
モ

フ
イ
ク
シ
ヨ
ン

ア
」
に
よ
っ
て
「〈
憎
悪
〉
に
よ
る
他
者
と
の
関
係
の
回
復
と
い
う
架
空
の

観
念
を
創
り
出
し
た
」
の
が
「
山
名
の
場
合
」
だ
と
し
、
こ
の
「
フ
ィ
ク

シ
ョ
ン
」
に
よ
っ
て
梅
崎
は
創
作
上
の
「
行
き
詰
り
」
を
乗
り
越
え
た
と
説

明
し
て
い
る
。

戸
塚
と
高
橋
は
、同
時
代
評
が
読
み
取
っ
て
き
た
よ
う
な
「
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
」
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の
脱
色
を
、
そ
れ
ぞ
れ
の
手
法
で
お
こ
な
っ
て
い
る
。
こ
の
取
り
組
み
は
注

目
す
べ
き
も
の
だ
が
、そ
れ
以
前
に
、「
山
名
の
場
合
」
が
持
っ
て
い
る
、「
ユ

ー
モ
ア
」
や
「
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
」
を
読
み
手
に
想
起
さ
せ
る
仕
掛
け
を
明
ら
か

に
す
る
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

本
稿
で
は
、
梅
崎
に
お
け
る
「
行
き
詰
り
」
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
だ
っ

た
の
か
、
そ
し
て
そ
れ
は
い
か
に
し
て
解
消
さ
れ
た
の
か
、
と
い
う
、
作
家

梅
崎
春
生
に
と
っ
て
の
「
山
名
の
場
合
」
の
価
値
を
確
認
す
る
こ
と
か
ら
は

じ
め
る
。
そ
の
上
で
「
山
名
の
場
合
」
が
「
ユ
ー
モ
ア
」「
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
」

を
生
み
出
す
構
造
と
、
そ
れ
が
梅
崎
の
「
行
き
詰
り
」
に
及
ぼ
し
た
影
響
と

を
明
ら
か
に
し
た
い
。

１

作
家
梅
崎
に
と
っ
て
の
「
山
名
の
場
合
」
と
「
行
き
詰
り
」

第
一
次
戦
後
派
作
家
の
ひ
と
り
梅
崎
春
生
は
、
一
九
四
六
年
九
月
に
「
桜

島
」
を
『
素
直
』
に
発
表
し
、
同
年
一
二
月
に
専
業
の
作
家
と
し
て
の
生
活

を
始
め
る
。
以
降
、
短
編
小
説
を
立
て
続
け
に
執
筆
し
、
処
女
長
編
「
限
り

な
き
舞（
６
）踏」
連
載
終
了
ま
で
に
、
創
作
集
『
桜
島
』（
大
地
書
房

一
九
四

七
年
一
二
月
）、『
日
の
果
て
』（
思
索
社

一
九
四
八
年
二
月
）、『
飢
え
の

季
節
』（
講
談
社

一
九
四
八
年
八
月
）、『
Ｂ
島
風
物
誌
』（
河
出
書
房

一

九
四
八
年
一
二
月
）、『
ル
ネ
タ
の
市
民
兵
』（
月
曜
書
房

一
九
四
九
年
一

〇
月
）
を
出
版
す
る
。

戦
後
派
作
家
と
し
て
順
調
な
ペ
ー
ス
で
作
品
発
表
を
続
け
て
い
た
梅
崎
だ

が
、
単
行
本
『
限
り
な
き
舞
踏
』（
小
山
書
店

一
九
五
〇
年
五
月
）、
短
編

集
『
黒
い
花
』（
月
曜
書
房

一
九
五
〇
年
一
一
月
）
刊
行
の
後
、
長
編
作

品
「
日
時
計
」（
の
ち
「
殺
生
石
」
に
改
題
、『
群
像
』
一
九
五
〇
年
四
月
、

七
月
、
九
月
、
一
二
月
）
を
中
絶
す
る
な
ど
、
創
作
に
苦
心
す
る
よ
う
に
な

り
、
一
九
五
三
年
一
月
の
『
梅
崎
春
生
集
』（『
新
文
学
全
集
』
河
出
書
房
）

ま
で
新
刊
が
発
表
さ
れ
て
い
な
い
。

こ
の
時
期
の
創
作
に
つ
い
て
本
人
が
言
及
し
て
い
る
の
は
、
管
見
の
限
り

以
下
の
資
料
（『
ル
ネ
タ
の
市
民
兵
』
あ
と
が
き
）
が
最
初
の
も
の
で
あ
る
。

こ
こ
に
集
め
た
の
が
、
私
の
こ
の
一
年
の
、
製
作
量
の
殆
ど
で
あ
る
。

こ
の
一
年
間
は
、
私
は
一
箇
月
平
均
に
、
三
十
枚
位
し
か
書
け
な
か
つ

た
。
私
に
と
つ
て
は
、
そ
れ
で
も
多
く
仕
事
を
し
過
ぎ
た
や
う
な
気
が

す
る
。

梅
崎
は
後
年
に
な
っ
て
、
こ
の
「
書
け
な
」
い
時
期
を
つ
ぎ
の
よ
う
に

語
っ
て
い
る
（「
私
の
創
作
体
験
」『
岩
波
講
座

文
学
の
創
造
と
観
賞
』
一

九
五
五
年
二
月
）。

そ
の
後
、
だ
ん
だ
ん
私
は
書
け
な
く
な
っ
て
き
た
。
／
行
き
詰
っ
た

と
い
っ
て
も
よ
ろ
し
い
。
／
そ
の
行
き
詰
り
の
原
因
の
一
半
は
、
私
の

文
体
に
も
あ
っ
た
。
自
分
の
文
体
の
重
さ
が
、
私
を
書
け
な
く
し
た
。

／
た
と
え
ば
「
日
の
果
て
」
の
文
体
は
、
文
体
の
た
め
の
文
体
と
言
っ

て
も
い
い
も
の
で
、そ
の
規
格
に
あ
て
は
め
て
小
説
を
書
く
た
め
に
は
、

多
少
と
も
自
己
を
歪
め
ね
ば
な
ら
ぬ
。
／
私
は
小
説
を
書
き
な
が
ら
、

ど
う
も
自
分
は
本
当
の
こ
と
を
書
い
て
い
な
い
、
と
感
じ
る
よ
う
に

な
っ
て
き
た
。
う
そ
を
書
い
て
い
る
、
デ
ッ
チ
上
げ
を
や
っ
て
い
る
、

そ
の
意
識
が
私
の
筆
を
さ
ら
に
重
く
し
た
。
／
昭
和
二
四
、
二
五
年
が

そ
の
時
期
に
当
る
。
つ
ま
り
私
は
、
自
分
流
に
設
定
し
た
「
小
説
」
と
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い
う
も
の
の
枠
や
形
式
に
、
し
ば
ら
れ
て
い
た
わ
け
だ
。

「
枠
や
形
式
」
に
し
ば
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
と
、「
本
当
の
こ
と
を

書
い
て
い
な
い
」
と
い
う
意
識
、
こ
の
ふ
た
つ
の
原
因
を
、「
私
の
創
作
体

験
」
で
は
同
根
の
問
題
と
し
て
語
っ
て
い
る
。
戸
塚
は
こ
の
梅
崎
の
自
己
言

及
か
ら
、「
行
き
詰
り
の
原
因
を
、
梅
崎
は
ま
ず
文
体
の
問
題
と
し
て
考
え

た
」
と
い
う
が
、
そ
う
で
は
な
い
。
は
じ
め
に
「
う
そ
を
書
い
て
い
る
」
意

識
が
あ
り
、
そ
れ
が
「
文
体
」
の
問
題
と
し
て
捉
え
直
さ
れ
て
ゆ
く
の
で
あ

る
。
そ
の
こ
と
は
、「
囚
日
」（『
風
雪
』
別
冊

一
九
四
九
年
四
月
）「
偽
卵
」

（『
知
識
人
』
一
九
四
九
年
一
月
）「
黄
色
い
日
日
」（『
新
潮
』
別
冊

一
九

四
九
年
五
月
）
の
三
作
お
よ
び
「
限
り
な
き
舞
踏
」
に
つ
い
て
の
言
及
を
み

る
こ
と
で
明
ら
か
に
す
る
事
が
出
来
る
。
ま
ず
は
「
囚
日
」「
偽
卵
」「
黄
色

い
日
日
」
へ
の
言
及
（『
ル
ネ
タ
の
市
民
兵
』
あ
と
が
き
）
を
確
認
す
る
。

「
囚
日
」
と
い
ふ
作
品
は
、
私
の
身
近
に
起
つ
た
事
象
に
取
材
し
て
書

い
た
。
も
つ
と
長
く
、
百
枚
程
度
に
始
め
は
書
く
つ
も
り
で
あ
つ
た
。

し
か
し
書
い
て
ゐ
る
う
ち
に
、
書
い
て
ゐ
る
自
分
に
嘘
を
感
じ
始
め
て

き
た
の
で
、
ど
う
し
て
も
あ
そ
こ
ま
で
し
か
書
け
な
か
つ
た
。
材
料
が

重
か
つ
た
の
で
は
な
く
、
自
分
が
信
じ
ら
れ
な
か
つ
た
か
ら
で
あ
る
。

そ
の
感
じ
を
含
め
て
、
同
じ
材
料
で
、「
偽
卵
」
を
書
き
、
や
は
り
ひ

ど
く
意
に
満
た
な
か
つ
た
。
す
べ
て
が
ぴ
つ
た
り
し
な
か
つ
た
。
そ
の

気
持
や
条
件
を
裏
返
し
た
ら
書
け
る
の
で
は
な
い
か
と
思
ひ
、「
黄
色

い
日
日
」
を
書
い
た
が
、
こ
れ
も
私
に
は
満
足
で
な
か
つ
た
。
そ
し
て

私
は
こ
の
材
料
を
放
棄
す
る
こ
と
に
決
め
た
。
書
い
て
も
ま
た
別
の
迷

路
に
入
る
予
感
が
し
た
か
ら
。

こ
ん
な
具
合
に
、
身
近
な
も
の
で
も
、
私
に
は
う
ま
く
書
け
な
い
。

こ
の
時
点
で
の
梅
崎
は
、
自
身
が
「
書
け
な
い
」
原
因
を
「
形
式
」
で
は

な
く
「
本
当
の
こ
と
を
書
い
て
い
な
い
」
と
い
う
意
識
で
あ
る
と
語
っ
て
い

る
。「
自
分
が
信
じ
ら
れ
な
か
つ
た
」
こ
と
が
原
因
と
い
い
「
囚
日
」「
偽
卵
」

「
黄
色
い
日
日
」
で
の
題
材
を
放
棄
す
る
梅
崎
は
、
小
説
が
書
け
な
い
原
因

に
「
別
の
迷
路
」
が
潜
ん
で
い
る
事
を
感
じ
て
い
る
も
の
の
、
そ
れ
を
明
確

に
語
る
事
が
で
き
て
い
な
い
。

こ
の
「
別
の
迷
路
」、
す
な
わ
ち
「
形
式
」
の
問
題
が
前
景
化
す
る
の
は
、

初
の
長
編
作
品
で
あ
り
新
聞
連
載
で
あ
っ
た
「
限
り
な
き
舞
踏
」
に
お
い
て

で
あ
る
。
単
行
本
『
限
り
な
き
舞
踏
』
あ
と
が
き
か
ら
以
下
引
用
す
る
。

こ
の
小
説
は
、
新
聞
小
説
と
し
て
書
い
た
。
形
式
の
制
約
、
た
と
へ

ば
一
回
何
枚
と
い
ふ
区
切
り
、
全
篇
の
長
さ
の
指
定
、
題
材
や
登
場
人

物
な
ど
に
つ
い
て
の
幾
分
の
制
約
、
そ
ん
な
も
の
が
私
の
筆
を
渋
滞
さ

せ
た
り
、
ま
た
屈
折
を
さ
せ
た
り
し
た
。
さ
う
い
ふ
点
か
ら
の
失
敗
は
、

今
読
み
返
し
て
み
て
も
、
ど
う
も
否
定
で
き
な
い
や
う
な
気
が
す
る
。

し
か
し
新
聞
や
小
説
と
い
ふ
も
の
は
、
現
代
に
お
い
て
一
の
有
力
な

形
式
で
あ
る
し
、
そ
の
制
約
は
あ
る
ひ
は
逆
に
利
用
で
き
得
る
の
で
は

な
い
か
。
た
と
へ
ば
こ
の
小
説
は
、
毎
日
三
枚
ず
つ
、
約
四
箇
月
に
わ

た
つ
て
連
載
さ
れ
た
。
毎
日
き
ち
ん
と
三
枚
ず
つ
、
数
箇
月
に
読
ま
れ

る
と
い
ふ
こ
と
は
、
他
の
形
の
小
説
で
は
あ
り
得
な
い
こ
と
だ
。
だ
か

ら
他
の
小
説
で
は
不
可
能
な
省
略
法
や
、
ま
た
別
な
効
果
の
発
揚
が
、

こ
こ
で
は
可
能
な
の
で
あ
る
。
書
き
進
む
途
中
に
そ
の
こ
と
に
気
付
い

て
き
た
が
、
実
際
に
は
こ
の
小
説
に
は
充
分
に
適
用
で
き
な
か
っ
た
。
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や
は
り
始
め
か
ら
綿
密
に
計
算
し
、
正
確
に
組
立
て
、
書
き
進
め
な
け

れ
ば
無
理
だ
。

さ
う
い
ふ
マ
イ
ナ
ス
が
あ
つ
た
と
し
て
も
、
私
は
こ
の
小
説
の
い
ろ

ん
な
と
こ
ろ
に
、
未
だ
愛
着
を
覚
え
て
ゐ
る
。
上
述
の
制
約
か
ら
書
き

洩
ら
し
た
部
分
、
書
き
残
し
た
部
分
、
な
ど
を
い
づ
れ
別
の
形
で
、
別

の
と
こ
ろ
に
書
い
て
見
た
い
と
思
ふ
。

こ
こ
で
の
梅
崎
は
「
形
式
」
に
よ
っ
て
小
説
が
「
失
敗
」
し
た
こ
と
を
い

う
一
方
で
、
そ
の
「
形
式
」
を
逆
に
小
説
に
利
用
す
る
事
を
考
え
て
い
る
。

「
始
め
か
ら
綿
密
に
計
算
し
、
正
確
に
組
立
て
、
書
き
進
め
な
け
れ
ば
無
理
」

だ
と
し
て
、
む
し
ろ
「
枠
や
形
式
」
の
な
か
で
作
品
を
創
作
し
て
ゆ
く
こ
と

を
目
指
そ
う
と
し
て
い
る
。「
偽
卵
」
に
お
い
て
「
材
料
」
を
放
棄
し
た
の

と
は
対
照
的
に
、「
形
式
」
の
問
題
は
放
棄
さ
れ
る
こ
と
な
く
以
降
の
作
品

創
作
に
引
き
継
が
れ
て
ゆ
く
。

以
上
、
確
認
し
た
よ
う
に
、「
私
の
創
作
体
験
」
で
語
ら
れ
る
梅
崎
の
「
行

き
詰
り
」
は
、「
嘘
」
を
書
い
て
い
る
意
識
に
端
を
発
し
、「
限
り
な
き
舞
踏
」

失
敗
の
教
訓
を
活
か
す
べ
く
「
書
き
洩
ら
し
た
部
分
、
書
き
残
し
た
部
分
」

の
書
き
直
し
を
試
み
る
こ
と
に
よ
っ
て
長
期
化
し
て
ゆ
く
の
で
あ
る
。

「
私
の
創
作
体
験
」
に
よ
れ
ば
、こ
の
「
行
き
詰
り
」
は
「
山
名
の
場
合
」

に
よ
っ
て
解
決
し
た
と
さ
れ
る
。

童
話
と
い
う
形
は
非
常
に
自
由
で
あ
る
。
／
童
話
、
説
話
体
、
あ
る

い
は
講
談
の
語
り
口
。
／
こ
う
言
う
形
式
は
、
た
と
え
ば
筋
を
飛
躍
さ

せ
る
た
め
に
、
在
来
の
私
の
小
説
形
式
で
は
大
へ
ん
な
技
術
的
困
難
を

極
め
る
と
こ
ろ
を
、「
さ
て

お
話
し

変
り
ま
し
て
」
と
い
う
一
行

を
入
れ
る
こ
と
だ
け
で
、
簡
単
に
か
た
が
つ
い
て
し
ま
う
。
さ
っ
と
別

の
話
に
う
つ
れ
る
わ
け
だ
。
／
こ
の
形
式
を
と
っ
て
、
私
は
「
新
潮
」

の
小
説
を
、
ほ
ぼ
一
週
間
ば
か
り
で
、
割
に
ら
く
ら
く
と
書
き
上
げ
た
。

「
山
名
の
場
合
」
と
い
う
小
説
だ
。
書
き
終
え
て
こ
の
形
式
が
、
予
想

通
り
柔
軟
に
し
て
使
い
や
す
く
、
ど
の
人
物
の
心
理
に
も
入
っ
て
行
け

る
し
、
同
時
に
客
観
的
な
描
写
も
出
来
る
、
便
利
極
ま
る
形
式
で
あ
る

こ
と
を
認
識
し
た
。

「
山
名
の
場
合
」
で
「
形
式
」
に
つ
い
て
の
苦
悩
を
解
消
し
た
と
説
明
さ

れ
て
い
る
が
、「
行
き
詰
り
」
の
も
う
ひ
と
つ
の
原
因
で
あ
っ
た
「
嘘
」
の

問
題
に
つ
い
て
は
、
こ
こ
で
は
言
及
さ
れ
て
い
な
い
。
梅
崎
は
「
嘘
」
を
書

い
て
い
る
意
識
、
と
い
う
問
題
を
、「
形
式
」
の
問
題
の
解
決
に
よ
っ
て
塗

り
つ
ぶ
し
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
ち
な
み
に
、
こ
の
「
形
式
」
は
、
椎
名
麟

三
に
よ
っ
て
つ
ぎ
の
よ
う
に
証
言
さ
れ
て
い（
７
）る。

読
者
は
、
こ
こ
で
梅
崎
の
文
章
が
口
語
体
に
か
わ
っ
て
い
る
の
に
お

気
付
き
で
あ
ろ
う
。
あ
る
朝
、
私
の
家
へ
や
っ
て
来
た
梅
崎
は
、
私
に

会
う
な
り
「
ぼ
く
は
や
っ
と
宮
沢
賢
治
に
自
分
の
行
き
づ
ま
り
を
救
わ

れ
た
よ
。
宮
沢
賢
治
の
口
語
体
に
」
そ
し
て
私
は
や
っ
と
彼
が
自
分
の

作
品
の
行
き
づ
ま
り
に
苦
し
ん
で
い
た
こ
と
を
知
っ
た
の
で
あ
る
。
宮

沢
賢
治
の
口
語
体
が
彼
の
苦
し
み
に
対
し
て
ど
ん
な
意
味
を
も
っ
て
い

た
の
か
に
つ
い
て
は
彼
は
語
ら
な
か
っ
た
。
む
ろ
ん
彼
が
ど
ん
な
風
に

行
き
づ
ま
り
を
感
じ
て
い
た
か
に
つ
い
て
も
だ
ま
っ
て
い
た
。

こ
の
、
梅
崎
が
「
語
ら
な
か
っ
た
」
救
済
の
正
体
を
探
る
た
め
に
は
、「
山
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名
の
場
合
」
に
何
が
描
か
れ
て
い
る
の
か
を
確
認
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
こ

で
、
以
下
、「
口
語
体
」
と
い
う
形
式
が
「
嘘
」
の
問
題
の
解
決
へ
と
繋
が

る
し
く
み
を
、
主
人
公
山
名
申
吉
と
そ
れ
を
物
語
る
「
私
」
を
通
じ
て
考
察

す
る
。

２

山
名
申
吉
の
造
形

「
山
名
の
場
合
」
の
主
人
公
山
名
申
吉
は
、「
人
並
以
下
の
背
丈
」
で
「
ま

る
ま
る
と
肥
っ
」
た
、
三
一
歳
独
身
の
、
夜
学
の
国
語
教
師
で
あ
る
。
そ
の

人
生
は
、
次
の
よ
う
に
語
ら
れ
る
。

近
頃
特
に
山
名
申
吉
は
、
生
れ
て
今
ま
で
、
目
的
も
志
も
な
く
、
何
と
な

く
生
き
て
来
た
よ
う
な
気
が
し
て
な
ら
な
い
の
で
し
た
。
や
は
り
年
齢
の
せ

い
も
あ
る
で
し
ょ
う
。
田
舎
の
平
凡
な
家
庭
に
生
れ
、
周
囲
の
す
す
め
る
ま

ま
学
校
に
行
き
、
卒
業
し
て
何
と
な
く
会
社
に
勤
め
、
自
分
の
意
志
で
な
く

兵
隊
に
引
っ
ぱ
ら
れ
、
今
は
こ
ん
な
夜
学
の
教
師
に
な
っ
て
い
る
。
ど
ん
な

者
に
な
り
た
い
と
も
思
わ
ず
、
人
を
愛
し
た
こ
と
も
な
く
、
人
生
の
片
隅
で

の
ろ
の
ろ
と
肥
り
、
そ
の
日
そ
の
日
を
ぼ
ん
や
り
と
過
し
て
い
る
。
ど
う
も

最
初
の
で�

だ�

し�

が
悪
か
っ
た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
彼
は
十
二
人
兄
弟

の
末
弟
に
生
れ
、
そ
の
せ
い
で
両
親
か
ら
も
う
ん
ざ
り
さ
れ
、
あ
ま
り
構
わ

れ
も
せ
ず
育
っ
て
き
た
の
で
す
。初
め
か
ら
何
か
茫
漠
と
し
て
い
る
の
で
す
。

（
傍
点
マ
マ
）

山
名
申
吉
は
、
両
親
か
ら
愛
情
を
受
け
ず
に
育
ち
、
そ
の
結
果
と
し
て
三

一
歳
の
こ
の
と
き
ま
で
、
人
生
に
目
的
を
見
い
だ
す
こ
と
も
、
人
を
愛
す
る

こ
と
も
出
来
ず
に
過
ご
し
て
き
た
男
と
し
て
描
写
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
よ
う

な
生
き
か
た
を
し
て
き
た
自
分
に
「
そ
ろ
そ
ろ
や
り
切
れ
な
く
な
っ
て
き

た
」
山
名
は
、
自
身
の
「
生
甲
斐
」
を
み
つ
け
る
た
め
に
、「
小
説
と
い
う

も
の
を
書
い
て
み
よ
う
か
な
」
と
考
え
る
。

と
こ
ろ
が
、「
も
と
も
と
作
家
志
望
者
で
は
」
な
く
、「
特
に
文
学
が
好
き

だ
っ
た
」
わ
け
で
も
な
い
山
名
は
、
小
説
を
「
ど
ん
な
風
に
書
き
出
し
た
ら

い
い
の
か
」
分
か
ら
な
い
。
同
僚
の
五
味
司
郎
太
を
題
材
に
書
く
と
決
め
、

「
五
味
の
場
合
」
と
題
名
を
つ
け
た
の
ち
に
も
、
山
名
は
作
品
本
文
を
書
き

始
め
ら
れ
ず
、
文
体
に
悩
む
。

今
度
こ
そ
は
あ
ま
り
空
想
に
ふ
け
ら
ず
、
五
味
司
郎
太
の
人
と
な
り

を
、
着
実
に
執
拗
に
描
い
て
行
か
ね
ば
な
ら
ぬ
。
前
の
失
敗
に
か
ん
が

み
て
山
名
は
し
み
じ
み
と
そ
う
思
い
ま
し
た
。
先
ず
こ
の
小
説
の
書
出

し
は
、
あ
の
巾
着
頭
の
即
物
的
な
描
写
か
ら
始
め
よ
う
。
志
賀
直
哉
み

た
い
な
文
体
が
い
い
か
し
ら
。
そ
れ
と
も
坂
口
安
吾
式
の
奔
放
な
文
体

を
採
用
し
よ
う
か
し
ら
。

こ
の
よ
う
に
山
名
が
文
体
に
悩
み
決
め
か
ね
て
い
る
あ
い
だ
に
、
山
名
と

五
味
が
と
も
に
申
請
し
た
科
学
研
究
費
交
付
金
の
合
否
通
知
と
い
う
、「
い

く
ら
か
運
命
的
な
日
」
が
訪
れ
る
。
山
名
の
「
本
朝
古
代
文
学
に
お
け
る
愛

欲
の
あ
り
方
に
つ
い
て
」
と
い
う
研
究
に
は
交
付
金
が
支
給
さ
れ
ず
、
五
味

の
「
詐
欺
罪
の
研
究
」
に
は
交
付
さ
れ
る
こ
と
が
通
知
さ
れ
る
。「『
五
味
の

場
合
か
。
五
味
の
場
合
と
。
そ
し
て
こ
の
俺
の
場
合
と
。
俺
が
落
っ
こ
ち
た

の
に
、
あ
の
五
味
が
パ
ス
し
た
と
い
う
こ
と
は
―
―
』」
と
「
ひ
ど
く
敏
感

な
自
尊
心
」
を
刺
激
さ
れ
た
山
名
は
、
今
ま
で
空
想
の
中
で
相
対
し
て
き
た
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五
味
司
郎
太
に
対
し
、
実
際
に
「
厭
が
ら
せ
」
を
お
こ
な
う
よ
う
に
な
っ
て

ゆ
く
。

３

変
容
し
続
け
る
「
架
空
の
憎
悪
」

山
名
の
、
五
味
に
対
す
る
意
識
や
情
熱
は
作
中
、「
架
空
の
憎
悪
」
と
い

う
こ
と
ば
で
説
明
さ
れ
る
。
こ
の
「
架
空
の
憎
悪
」
に
つ
い
て
、
戸
塚
麻（
８
）子

は
「
憎
悪
と
は
即
ち
、
他
者
を
憎
む
こ
と
に
よ
っ
て
相
手
を
避
け
た
り
、
危

害
を
加
え
た
り
と
い
っ
た
そ
れ
で
は
な
く
、
一
方
で
相
手
を
凝
視
し
、
他
方

で
自
ら
の
感
情
を
相
手
に
強
引
に
絡
み
付
か
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
濃
密
な

関
係
を
築
い
て
ゆ
く
よ
う
な
架
空
の
観
念
で
あ
る
」
と
説
明
し
て
い
る
。
五

味
を
憎
む
山
名
の
「
情
熱
」
を
「
ば
ら
ば
ら
に
切
り
離
さ
れ
た
自
己
と
現
世

を
結
ぶ
力
で
あ
る
」
と
し
、「
山
名
の
場
合
」
を
「
自
己
と
現
世
」
の
「
関

係
回
復
の
物
語
」
だ
と
す
る
。
だ
が
戸
塚
の
い
う
よ
う
に
「
憎
悪
」
が
「
架

空
の
観
念
」
に
過
ぎ
な
い
と
き
、「
架
空
」
の
、
し
か
も
「
観
念
」
に
よ
っ

て
回
復
さ
れ
る
「
濃
密
な
関
係
」
と
は
な
ん
で
あ
ろ
う
か
。
ま
た
、「
架
空
」

の
「
観
念
」
が
現
実
の
「
厭
が
ら
せ
」
へ
と
発
展
し
て
ゆ
く
と
き
、
そ
の

「
憎
悪
」
は
「
架
空
」
の
も
の
に
留
ま
る
と
い
え
る
の
だ
ろ
う
か
。

「
架
空
の
憎
悪
」
が
「
厭
が
ら
せ
」
へ
と
変
化
し
て
ゆ
く
過
程
を
追
う
た

め
、テ
ク
ス
ト
の
な
か
か
ら
「
架
空
の
憎
悪
」
に
つ
い
て
の
記
述
を
ひ
ろ
い
、

そ
の
感
情
の
正
体
を
考
え
て
み
た
い
。
山
名
の
五
味
に
対
す
る
感
情
は
、
ま

ず
、
次
の
よ
う
に
語
ら
れ
る
。

山
名
申
吉
は
五
味
司
郎
太
を
、
い
つ
か
ぼ
ん
や
り
と
憎
ん
で
い
た
の

で
す
。

何
時
頃
か
ら
こ
ん
な
感
情
が
、
胸
に
忍
び
こ
ん
で
き
た
の
か
、
山
名

自
身
に
も
よ
く
判
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
初
対
面
の
瞬
間
か
ら
、
そ
の
感

じ
の
原
形
が
あ
っ
た
よ
う
な
気
も
す
る
し
、
ま
た
ず
っ
と
後
の
よ
う
な

気
も
す
る
。
ど
う
も
は
っ
き
り
し
ま
せ
ん
。
で
も
初
め
の
中
は
や
は
り
、

憎
悪
と
い
う
定
ま
っ
た
形
で
は
な
く
、
漠
然
と
屈
折
し
た
関
心
、
そ
ん

な
も
の
だ
っ
た
の
で
し
ょ
う
。
机
も
隣
り
合
わ
せ
だ
し
、
年
頃
も
独
身

で
あ
る
こ
と
も
同
じ
だ
し
、
皆
か
ら
も
同
類
項
み
た
い
に
眺
め
ら
れ
て

い
る
。
そ
の
こ
と
が
ま
ず
山
名
の
意
識
に
、
微
妙
に
は
た
ら
い
て
い
た

に
違
い
あ
り
ま
せ
ん
。
同
類
意
識
。
競
争
意
識
。
い
や
、
そ
れ
ら
と
も

少
し
違
う
。

憎
悪
と
い
う
感
情
が
、「
漠
然
と
屈
折
し
た
関
心
」
か
ら
生
ま
れ
た
も
の

で
あ
る
こ
と
が
説
明
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
「
屈
折
」
は
、「
一
方
で
は
憫
笑

を
か
ん
じ
て
い
る
く
せ
に
、
他
方
で
は
頬
が
硬
ば
っ
て
、
笑
い
が
そ
の
ま
ま

笑
い
で
な
く
な
っ
て
し
ま
う
」
よ
う
な
感
覚
だ
と
さ
れ
る
。
山
名
は
ま
ず
、

い
つ
し
か
自
身
が
五
味
を
憎
ん
で
い
た
こ
と
を
自
覚
し
、
そ
こ
か
ら
遡
る
か

た
ち
で
五
味
に
対
す
る
関
心
を
抱
い
て
い
た
こ
と
を
認
知
し
て
い
る
。こ
の
、

無
意
識
の
う
ち
に
憎
悪
へ
と
変
換
さ
れ
る
「
屈
折
し
た
関
心
」
は
、
は
じ
め

五
味
と
の
関
係
性
に
お
い
て
の
み
見
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が

そ
れ
を
山
名
は
、
自
身
の
人
間
関
係
全
体
へ
と
敷
衍
さ
せ
て
考
え
る
よ
う
に

な
る
。『

俺
は
い
つ
も
架
空
の
憎
悪
で
も
っ
て
他
人
に
つ
な
が
っ
て
い
る
の
で

は
な
い
か
？
』
／
あ
る
夜
ふ
と
、
山
名
は
そ
う
考
え
ま
し
た
。
彼
は
今

ま
で
、
実
際
の
人
間
を
愛
し
た
記
憶
は
ほ
と
ん
ど
無
く
、
あ
る
の
は
憎
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ん
だ
記
憶
ば
か
り
で
し
た
。
彼
に
と
っ
て
、
他
人
に
関
心
を
持
つ
と
い

う
の
は
、
淡
い
憎
悪
を
抱
き
始
め
る
と
い
う
こ
と
で
し
た
。
少
く
と
も

今
ま
で
の
例
は
そ
う
で
し
た
。些
細
な
き
っ
か
け
で
人
を
憎
む
傾
向
が
、

山
名
と
い
う
男
に
は
多
分
に
あ
り
ま
し
た
。
し
か
し
彼
は
そ
れ
を
表
現

は
し
な
い
。
そ
の
憎
し
み
は
山
名
の
心
の
中
で
屈
折
し
、
内
攻
し
、
い

く
ら
か
変
形
し
、
そ
し
て
そ
こ
で
完
了
す
る
。
―
―
五
味
を
憎
み
始
め

た
と
い
う
の
も
、
つ
ま
り
は
五
味
へ
の
関
心
が
深
ま
っ
て
き
た
せ
い
で

し
ょ
う
か
。

山
名
と
五
味
の
間
で
の
み
成
立
し
て
い
た
、「
同
類
項
」
と
し
て
括
れ
る

よ
う
な
類
似
性
は
捨
象
さ
れ
、「
架
空
の
憎
悪
」
は
山
名
の
人
間
関
係
形
成

上
の
特
質
と
し
て
取
り
扱
わ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
山
名
が
五
味
に
関
心
を
抱

き
は
じ
め
た
原
因
で
あ
っ
た
は
ず
の
ふ
た
り
の
類
似
性
は
「
些
細
な
き
っ
か

け
」
と
さ
れ
、
そ
の
対
照
性
の
み
が
山
名
の
中
で
の
焦
点
と
な
っ
て
ゆ
く
の

で
あ
る
。

「「
ふ
ん
。
五
味
君
と
僕
と
は
、
少
し
違
う
さ
」」
と
口
走
る
山
名
は
、
そ

の
違
い
に
つ
い
て
、「
自
分
で
も
は
っ
き
り
し
な
い
」。
教
員
室
で
も
ほ
と
ん

ど
「
同
類
項
」
と
し
て
扱
わ
れ
る
五
味
に
対
し
て
山
名
が
抱
い
て
い
た
「
莫

迦
に
す
る
気
持
」
は
、
そ
の
ま
ま
自
身
に
反
射
し
て
し
ま
う
の
だ
。「
軽
ん

じ
」
て
い
る
相
手
と
自
身
と
が
同
じ
よ
う
な
存
在
と
し
て
扱
わ
れ
る
こ
と
。

そ
し
て
そ
れ
に
対
し
、
自
分
で
も
差
異
を
言
明
で
き
な
い
こ
と
。
五
味
に
対

す
る
関
心
が
「
憎
悪
」
へ
と
屈
折
し
て
ゆ
く
と
き
、
そ
の
背
後
に
は
山
名
と

五
味
と
の
間
に
し
か
成
立
し
な
い
、
こ
の
「
同
類
項
」
の
意
識
が
確
か
に
存

在
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

そ
の
よ
う
に
考
え
れ
ば
、
山
名
を
小
説
執
筆
へ
と
突
き
動
か
す
衝
動
と
し

て
機
能
す
る
「
架
空
の
憎
悪
」
と
は
、
五
味
と
の
差
異
化
の
願
望
で
あ
る
。

単
に
五
味
と
自
身
と
の
違
い
を
見
つ
け
出
す
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。
小
説

の
題
材
と
し
て
対
象
化
し
「
劣
性
遺
伝
の
型
録
み
た
い
な
」
身
体
的
特
徴
の

「
即
物
的
な
描
写
」
を
す
る
こ
と
で
、
五
味
を
「
莫
迦
に
す
る
」
こ
と
。
そ

れ
は
「
同
類
項
」
か
ら
脱
け
だ
し
、
五
味
と
は
違
う
、
よ
り
優
位
な
「
自
分

と
い
う
も
の
を
ハ
ッ
キ
リ
さ
せ
る
」
欲
望
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
両
者
の
差
異
化
は
、
山
名
が
「
五
味
の
場
合
」
を
書
き
始
め
る

ま
え
に
達
成
さ
れ
て
し
ま
う
。
研
究
費
交
付
金
の
審
査
に
は
五
味
の
み
が

「
パ
ス
」
し
、
落
選
し
た
山
名
は
魚
住
浪
子
か
ら
「
気
の
毒
そ
う
な
」「
照

れ
た
よ
う
な
」「
憐
れ
む
よ
う
な
」
笑
い
を
投
げ
か
け
ら
れ
る
。
教
員
室
内

で
の
「
同
類
項
」
的
な
関
係
は
、
山
名
の
欲
望
と
は
反
対
に
、
五
味
が
優
位

な
か
た
ち
へ
と
崩
れ
て
ゆ
く
の
で
あ
る
。

「
先
ず
生
甲
斐
を
。
と
に
か
く
生
甲
斐
を
！
」

れ
い
の
架
空
の
憎
悪
が
、
今
夜
に
限
っ
て
急
に
距
離
を
ち
ぢ
め
て
、

な
ま
な
ま
し
く
意
識
に
か
ら
み
つ
く
の
を
感
じ
な
が
ら
、
山
名
は
念
ず

る
よ
う
に
そ
う
呟
き
、
ど
た
ん
と
寝
返
り
を
打
ち
ま
し
た
。

研
究
費
交
付
金
の
結
果
発
表
の
日
の
夜
、山
名
は
自
室
で
「
架
空
の
憎
悪
」

が
「
距
離
を
ち
ぢ
め
て
」
く
る
よ
う
な
感
覚
を
抱
く
。
五
味
に
対
す
る
劣
等

感
を
意
識
し
た
山
名
は
、「
と
に
か
く
何
か
を
早
く
調
整
し
な
け
れ
ば
な
ら

ぬ
」
と
考
え
る
が
、こ
の
と
き
山
名
が
調
整
し
よ
う
と
す
る
「
何
か
」
と
は
、

五
味
と
の
「
同
類
項
」
的
な
関
係
性
で
あ
る
。
教
員
室
内
で
「
同
類
項
」

だ
っ
た
と
き
、山
名
は
小
説
を
書
き
自
分
ひ
と
り
が
五
味
を
「
莫
迦
に
す
る
」

こ
と
さ
え
達
成
す
れ
ば
、
優
位
な
立
場
へ
と
抜
け
出
せ
る
と
感
じ
て
い
た
。
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と
こ
ろ
が
研
究
費
交
付
金
支
給
の
可
否
と
い
う
、
教
員
室
内
全
体
が
は
っ
き

り
と
認
識
で
き
て
し
ま
う
よ
う
な
明
確
な
区
分
が
生
ま
れ
た
こ
の
と
き
、
山

名
は
ま
ず
、
五
味
と
「
同
類
項
」
的
な
関
係
性
の
回
復
を
目
指
さ
ね
ば
な
ら

な
く
な
っ
た
。「
架
空
の
憎
悪
」
に
よ
っ
て
「
五
味
の
場
合
」
の
構
想
へ
と

向
か
っ
て
い
た
山
名
の
熱
意
は
、
こ
れ
以
降
、
五
味
を
「
同
類
項
」
へ
と
引

き
戻
す
た
め
に
向
け
ら
れ
て
ゆ
く
。
五
味
へ
の
関
心
に
端
を
発
し
た
「
架
空

の
憎
悪
」
は
、
差
異
化
の
願
望
を
経
由
し
、
均
質
化
へ
の
願
望
へ
と
変
化
す

る
。
こ
こ
に
通
底
し
て
い
る
の
は
、
五
味
を
「
莫
迦
に
す
る
」
こ
と
へ
の
欲

望
で
あ
る
。

五
味
の
家
で
ふ
た
り
が
酒
を
酌
み
交
わ
し
た
翌
日
、
山
名
は
教
員
室
で
五

味
の
顔
を
み
、
そ
の
表
情
の
変
化
の
な
さ
に
怒
り
を
覚
え
る
。

二
人
は
顔
を
合
わ
せ
て
、
ち
ょ
っ
と
目
顔
で
挨
拶
し
合
っ
た
だ
け
で
し

た
。
山
名
の
は
ど
う
見
て
も
ふ
く
れ
っ
面
で
し
た
け
れ
ど
も
、
五
味
の

顔
は
い
つ
も
と
同
じ
表
情
で
し
た
。
別
に
親
し
げ
な
色
も
な
け
れ
ば
、

そ
の
反
対
の
色
も
な
い
。
初
対
面
以
来
相
も
変
ら
ぬ
、
あ
の
ぼ
や
っ
と

し
た
無
感
動
な
顔
付
で
す
。
昨
日
一
晩
の
交
歓
も
、
五
味
の
情
緒
に
何

の
影
響
も
与
え
て
い
な
い
。
全
く
そ
ん
な
感
じ
で
し
た
。
莫
迦
に
し
て

や
が
る
な
。
山
名
も
椅
子
に
腰
を
お
ろ
し
、
不
味
い
莨
を
し
き
り
に
ふ

か
し
な
が
ら
、
何
と
な
く
そ
う
思
い
ま
し
た
。
そ
う
思
う
と
彼
は
ま
た

腹
が
立
っ
て
き
ま
し
た
。

五
味
を
「
莫
迦
に
す
る
」
こ
と
を
欲
望
し
な
が
ら
も
劣
等
感
を
お
ぼ
え
て

い
る
山
名
は
、
反
対
に
五
味
が
自
身
を
「
莫
迦
に
し
て
」
い
る
か
の
よ
う
に

感
じ
る
よ
う
に
な
る
。
こ
こ
で
、「
架
空
の
憎
悪
」
で
あ
っ
た
も
の
は
大
き

く
変
容
し
て
い
る
。そ
も
そ
も
山
名
が
五
味
に
抱
い
て
い
た
「
架
空
の
憎
悪
」

は
、「
現
実
を
は
み
出
て
誇
張
さ
れ
、
な
ま
な
ま
し
く
歪
め
ら
れ
」
た
、
空

想
上
の
五
味
に
対
し
て
向
け
ら
れ
る
も
の
で
あ
り
、
実
際
に
五
味
に
相
対
し

た
と
き
に
は
発
現
し
な
い
感
情
だ
か
ら
こ
そ
「
架
空
」
な
の
だ
っ
た
。
と
こ

ろ
が
こ
こ
で
山
名
が
抱
く
怒
り
は
、
実
際
に
向
き
合
っ
た
五
味
の
表
情
か
ら

導
か
れ
た
感
情
で
あ
る
。「
架
空
の
憎
悪
」
は
そ
の
「
架
空
」
性
を
失
い
、

現
実
の
五
味
に
対
す
る
「
憎
悪
」
と
な
る
。
そ
れ
に
伴
っ
て
山
名
の
五
味
に

対
す
る
働
き
か
け
も
、「
架
空
」
の
物
語
の
題
材
に
す
る
こ
と
か
ら
、
現
実

の
「
厭
が
ら
せ
」
へ
と
変
化
し
て
ゆ
く
の
で
あ
る
。

こ
の
と
き
、「
架
空
の
憎
悪
」
が
目
指
し
て
い
た
「
同
類
項
」
の
回
復
は
、

「
架
空
」
で
は
な
く
な
っ
た
「
憎
悪
」
に
よ
っ
て
引
き
継
が
れ
て
い
る
。
山

名
が
五
味
に
対
し
て
行
っ
た
、あ
る
い
は
行
お
う
と
し
て
い
る
「
厭
が
ら
せ
」

は
つ
ぎ
の
よ
う
な
も
の
だ
っ
た
。

ま
ず
、
跡
を
つ
け
、
そ
の
買
物
袋
に
五
味
が
興
味
を
示
し
な
が
ら
も
購
入

し
な
か
っ
た
商
品
を
紛
れ
込
ま
せ
る
こ
と
で
、
五
味
に
「
神
経
シ
ョ
ッ
ク
」

を
与
え
神
経
病
を
ぶ
り
返
さ
せ
よ
う
と
す
る
。
次
に
、
自
宅
の
鼠
を
捕
ま
え
、

五
味
の
家
に
放
す
。
さ
ら
に
、
轡
虫
を
放
し
「
雑
音
が
あ
る
と
勉
強
が
で
き

な
い
」
五
味
の
邪
魔
を
す
る
こ
と
を
計
画
す
る
。

こ
の
よ
う
な
山
名
の
「
厭
が
ら
せ
」
は
、
五
味
を
自
身
と
同
じ
状
態
・
環

境
へ
と
引
き
ず
り
下
ろ
す
為
に
行
わ
れ
る
。「
厭
が
ら
せ
」
を
は
じ
め
た
と

き
の
山
名
は
、
自
身
の
「
神
経
衰
弱
気
味
の
感
じ
」
を
自
覚
し
て
い
る
。
さ

ら
に
、
自
宅
の
鼠
に
悩
ま
さ
れ
て
い
る
。
研
究
費
申
請
は
し
た
が
「
実
は
研

究
な
ど
は
、
何
も
し
て
い
な
か
っ
た
」。
現
実
化
し
た
山
名
の
「
憎
悪
」
は
、

五
味
を
自
身
に
引
き
寄
せ
る
よ
う
に
「
同
類
項
」
的
関
係
性
を
成
立
さ
せ
よ

う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
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そ
の
試
み
の
尽
く
が
失
敗
し
た
と
き
、「
同
類
項
」
へ
の
指
向
は
、
さ
ら

に
変
貌
す
る
。

「
よ
し
、
魚
住
浪
子
は
俺
が
も
の
に
し
て
や
る
」

盃
を
傾
け
な
が
ら
、
山
名
は
し
き
り
に
そ
う
呟
き
、
肩
を
力
ま
せ
て

い
ま
し
た
。
五
味
は
た
し
か
に
魚
住
に
惚
れ
て
い
る
。
そ
の
五
味
を
打

ち
の
め
す
に
は
、
確
か
に
こ
れ
は
効
果
的
な
方
法
だ
。
そ
う
思
う
と
あ

の
奇
妙
な
情
熱
が
、
ふ
た
た
び
む
く
む
く
と
山
名
に
湧
い
て
く
る
の
で

し
た
。
ま
っ
た
く
不
死
身
な
情
熱
で
し
た
。

五
味
を
引
き
ず
り
落
ろ
し
「
同
類
項
」
を
成
立
さ
せ
よ
う
と
す
る
「
情

熱
」
は
、
こ
こ
で
そ
の
方
向
性
を
変
え
、
山
名
自
身
の
変
化
に
よ
っ
て
「
同

類
項
」
を
目
指
す
よ
う
に
な
る
。「
人
を
愛
し
た
こ
と
も
」
な
か
っ
た
山
名

が
魚
住
浪
子
を
「
も
の
に
し
て
や
る
」
と
考
え
る
こ
と
は
、
自
身
の
変
革
に

よ
っ
て
五
味
と
の
「
同
類
項
」
を
取
り
戻
そ
う
と
す
る
こ
と
で
あ
り
、
他
の

「
厭
が
ら
せ
」
と
は
異
な
っ
た
性
格
を
持
っ
て
い
る
。
魚
住
浪
子
と
い
う
ひ

と
り
の
女
性
を
同
時
に
欲
望
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
五
味
と
「
同
類
項
」
的
関

係
性
を
得
、
そ
し
て
魚
住
浪
子
を
「
も
の
に
す
る
」
こ
と
に
よ
っ
て
五
味
に

対
し
て
の
優
位
性
を
得
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。

「
架
空
の
憎
悪
」
だ
っ
た
も
の
は
「
架
空
」
性
を
失
い
現
実
の
「
憎
悪
」

と
し
て
山
名
を
「
厭
が
ら
せ
」
に
導
い
た
。
そ
の
失
敗
に
よ
っ
て
、
五
味
を

貶
め
よ
う
と
す
る
「
憎
悪
」
は
山
名
自
身
に
変
革
を
促
す
「
情
熱
」
へ
と
変

換
さ
れ
た
。も
は
や
山
名
は
、小
説
と
い
う
「
架
空
」
の
舞
台
で
五
味
を
「
莫

迦
に
す
る
」
こ
と
に
よ
っ
て
は
「
自
尊
心
」
を
満
た
せ
な
い
。
魚
住
浪
子
と

い
う
第
三
者
に
よ
る
評
価
を
獲
得
し
、
現
実
に
お
い
て
五
味
に
対
し
優
位
性

を
持
つ
こ
と
を
指
向
す
る
「
情
熱
」
が
、
山
名
を
突
き
動
か
す
の
で
あ
る
。

４

「
同
類
項
」
を
「
莫
迦
に
す
る
」
こ
と

こ
の
よ
う
に
、
山
名
が
「
架
空
の
憎
悪
」
を
次
々
に
変
形
さ
せ
て
い
っ
た

た
め
に
、遂
に
最
後
ま
で
書
か
れ
る
こ
と
の
な
か
っ
た
小
説
「
五
味
の
場
合
」

は
、
本
作
の
終
末
部
で
、
次
の
よ
う
に
語
ら
れ
る
。

机
上
の
原
稿
用
紙
は
、『
五
味
の
場
合
』
と
い
う
題
名
だ
け
が
記
さ

れ
た
ま
ま
、
う
っ
す
ら
と
埃
を
か
ぶ
っ
て
い
ま
す
。
電
燈
の
光
は
そ
こ

に
も
あ
わ
あ
わ
と
落
ち
て
い
ま
す
。
こ
の
『
五
味
の
場
合
』
と
い
う
小

説
は
、
お
そ
ら
く
題
名
だ
け
で
、
中
味
は
永
久
に
書
か
れ
な
い
の
で
は

な
い
で
し
ょ
う
か
。
ど
う
も
そ
ん
な
気
が
、
私
に
は
し
ま
す
。
も
う
そ

の
必
要
も
、
山
名
に
は
な
く
な
っ
た
で
し
ょ
う
。

山
名
に
と
っ
て
、
も
は
や
「
五
味
の
場
合
」
が
必
要
で
な
く
な
っ
た
こ
と

は
先
に
述
べ
た
。
こ
こ
で
問
題
と
な
る
の
は
、
こ
の
書
か
れ
な
か
っ
た
「
五

味
の
場
合
」
を
み
つ
め
る
「
私
」
の
存
在
で
あ
る
。「
山
名
の
場
合
」
は
全

体
が
こ
の
「
私
」
に
よ
っ
て
物
語
ら
れ
る
小
説
で
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も

な
い
が
、改
め
て
、山
名
に
よ
っ
て
構
想
さ
れ
た
「
五
味
の
場
合
」
と
、「
私
」

に
物
語
ら
れ
た
「
山
名
の
場
合
」
と
を
見
比
べ
て
み
た
い
。

ま
ず
五
味
司
郎
太
の
こ
と
か
ら
始
め
ま
し
ょ
う
。

五
味
司
郎
太
と
い
う
男
の
頭
は
、
ち
ょ
っ
と
一
風
変
っ
た
、
な
か
な

か
印
象
的
な
形
を
し
て
い
ま
す
。
一
目
見
る
と
忘
れ
な
い
ほ
ど
で
す
。
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ど
ん
な
形
か
と
言
う
と
、
つ
ま
り
左
右
に
だ
け
拡
が
っ
て
い
る
。
う
し

ろ
は
平
た
く
切
り
立
っ
て
い
る
癖
に
、
前
か
ら
見
る
と
、
不
自
然
な
ほ

ど
鉢
が
開
い
て
い
る
。
灰
色
が
か
っ
た
毛
髪
が
、
そ
こ
ら
一
面
に
ぼ
や

ぼ
や
と
密
生
し
て
い
て
、
い
わ
ゆ
る
巾
着
頭
と
い
う
や
つ
で
す
。

「
山
名
の
場
合
」
は
、
こ
の
よ
う
に
、
五
味
に
つ
い
て
の
記
述
か
ら
始
ま

る
。
こ
の
書
き
出
し
は
作
中
、
山
名
が
構
想
し
た
「
五
味
の
場
合
」
を
忠
実

に
引
き
受
け
て
書
か
れ
て
い
る
。
山
名
は
五
味
の
「
巾
着
頭
の
即
物
的
な
描

写
か
ら
」、「
五
味
の
場
合
」
を
書
き
始
め
よ
う
と
考
え
て
い
た
の
だ
。「
私
」

は
そ
の
構
想
を
そ
の
ま
ま
用
い
、「
山
名
の
場
合
」
と
い
う
タ
イ
ト
ル
に
も

関
わ
ら
ず
、
五
味
に
つ
い
て
の
描
写
を
始
め
る
。
五
味
司
郎
太
に
つ
い
て
、

容
姿
に
止
ま
ら
ず
、
酒
に
強
い
こ
と
や
授
業
の
評
判
な
ど
ま
で
書
き
連
ね
、

そ
の
五
味
と
「
い
い
対
照
を
」
な
す
存
在
と
し
て
、
よ
う
や
く
山
名
申
吉
が

登
場
し
て
く
る
。

「
山
名
の
場
合
」
の
主
人
公
は
山
名
申
吉
で
あ
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

そ
の
作
品
は
山
名
自
身
の
構
想
に
従
っ
て
書
き
出
さ
れ
る
。
読
者
は
そ
の
こ

と
を
、
ど
う
考
え
れ
ば
良
い
だ
ろ
う
か
。
以
下
、「
私
」
が
山
名
の
構
想
を

引
き
受
け
、
山
名
に
と
っ
て
「
小
説
」
が
効
力
を
持
た
な
く
な
る
地
点
ま
で

を
語
っ
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
を
検
討
し
て
い
き
た
い
。

繰
り
返
し
に
な
る
が
、
山
名
が
「
小
説
と
い
う
も
の
を
書
い
て
み
よ
う
か

な
」
と
思
う
の
は
、「
生
甲
斐
」
を
み
つ
け
、「
自
分
と
い
う
も
の
を
ハ
ッ
キ

リ
さ
せ
る
た
め
」
だ
っ
た
。
そ
し
て
「
架
空
の
憎
悪
」
に
突
き
動
か
さ
れ
る

よ
う
に
題
材
を
五
味
に
定
め
、「
五
味
の
場
合
」
の
構
想
を
考
え
始
め
る
。

山
名
が
「
自
分
と
い
う
も
の
を
ハ
ッ
キ
リ
さ
せ
る
」
た
め
に
は
、
自
身
と

「
同
類
項
」
の
五
味
を
題
材
に
す
る
必
要
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

山
名
が
こ
の
構
想
を
し
て
い
た
と
き
、
小
説
に
よ
っ
て
「
ハ
ッ
キ
リ
」
さ

せ
よ
う
と
し
て
い
た
「
自
分
と
い
う
も
の
」
は
、
五
味
に
対
し
て
優
越
性
を

持
つ
「
自
分
」
だ
っ
た
。「
私
」
が
引
き
受
け
た
の
は
、
こ
う
し
て
成
立
し

た
『
五
味
の
場
合
』
の
書
き
出
し
で
あ
る
。
必
然
的
に
、「
山
名
の
場
合
」

冒
頭
の
五
味
司
郎
太
に
つ
い
て
の
「
即
物
的
な
描
写
」
は
、
五
味
を
「
莫
迦

に
す
る
」
か
の
よ
う
に
な
さ
れ
て
ゆ
く
。

と
こ
ろ
が
「
私
」
は
、
山
名
の
意
図
を
裏
切
る
よ
う
に
、
そ
の
五
味
と
山

名
と
を
「
い
い
対
照
」
と
し
て
ま
と
め
て
登
場
さ
せ
る
。「
山
名
申
吉
（
肥
っ

て
若
い
国
語
教
師
で
す
）」
と
注
意
書
き
つ
き
で
語
り
出
す
と
き
、私
が
「
即

物
的
な
描
写
」
で
「
莫
迦
に
す
る
」
対
象
は
五
味
と
山
名
の
両
者
へ
と
拡
大

す
る
。「
山
名
の
場
合
」
の
読
者
が
ユ
ー
モ
ア
を
み
い
だ
す
仕
掛
け
は
、「
私
」

が
山
名
と
五
味
を
「
莫
迦
に
す
る
」
こ
の
書
き
出
し
に
よ
っ
て
既
に
準
備
さ

れ
て
い
る
の
だ
。「
五
味
の
場
合
」
を
改
題
し
語
る
こ
と
で
、「
私
」
は
こ
こ

か
ら
、
山
名
を
「
莫
迦
に
す
る
」
為
の
小
説
「
山
名
の
場
合
」
を
つ
く
り
あ

げ
て
ゆ
く
。

作
中
、「
私
」
は
様
々
な
価
値
判
断
を
差
し
挟
み
な
が
ら
、
登
場
人
物
の

内
面
を
自
由
に
覗
き
み
る
、
極
め
て
饒
舌
な
語
り
手
と
し
て
立
ち
現
れ
て
く

る
。
そ
の
意
味
で
「
私
」
は
、
人
格
を
持
ち
な
が
ら
山
名
や
五
味
と
い
っ
た

登
場
人
物
た
ち
と
は
明
確
に
隔
た
っ
た
存
在
で
あ
る
。と
こ
ろ
が
そ
れ
で
も
、

「
私
」
は
作
品
全
体
を
掌
握
し
自
由
に
統
御
で
き
る
わ
け
で
は
な
い
。
そ
れ

は
、「
山
名
の
場
合
」
が
「
五
味
の
場
合
」
を
引
き
継
い
だ
こ
と
に
よ
っ
て

引
き
起
こ
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

対
象
を
「
莫
迦
に
す
る
」
た
め
に
小
説
を
書
く
、
と
い
う
山
名
の
構
想
を

踏
襲
す
る
「
山
名
の
場
合
」
は
、
必
然
的
に
、
山
名
の
そ
の
発
想
を
内
包
し

て
い
る
。「
五
味
の
場
合
」
が
山
名
に
と
っ
て
意
味
を
も
つ
の
は
、
山
名
と
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五
味
と
が
「
同
類
項
」
と
し
て
扱
わ
れ
て
い
る
間
の
み
で
あ
る
こ
と
、
そ
し

て
そ
の
「
同
類
項
」
の
崩
壊
に
よ
っ
て
「
五
味
の
場
合
」
が
書
か
れ
な
か
っ

た
こ
と
は
す
で
に
述
べ
た
。
そ
れ
を
当
て
は
め
て
考
え
れ
ば
、「
私
」
に
と
っ

て
山
名
申
吉
が
物
語
る
意
味
を
も
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
そ
の
ま
ま
、

「
私
」
と
山
名
と
の
間
に
「
同
類
項
」
的
関
係
性
が
あ
る
こ
と
を
示
唆
し
て

い
る
の
で
あ
る
。

「
私
」
は
「
も
う
そ
の
必
要
も
、
山
名
に
は
な
く
な
っ
た
で
し
ょ
う
。」

と
「
山
名
の
場
合
」
の
物
語
を
閉
じ
る
。
こ
の
と
き
、
山
名
を
小
説
へ
と
向

か
わ
せ
た
「
架
空
の
憎
悪
」
は
、
山
名
自
身
に
変
化
を
促
す
「
情
熱
」
へ
と

変
じ
て
い
た
。
こ
こ
で
物
語
が
閉
じ
、
山
名
・
五
味
・
魚
住
の
関
係
性
が
語

ら
れ
な
い
の
は
、「
山
名
の
場
合
」
と
い
う
小
説
の
有
効
性
が
対
象
と
語
り

手
の
「
同
類
項
」
的
関
係
性
に
担
保
さ
れ
て
い
る
か
ら
に
他
な
ら
な
い
。
つ

ま
り
、
五
味
が
研
究
費
交
付
金
を
受
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
「
五
味
の
場
合
」

が
効
力
を
持
た
な
く
な
る
の
と
同
じ
く
、
山
名
が
自
己
変
革
を
は
じ
め
る
こ

と
に
よ
っ
て
「
山
名
の
場
合
」
は
そ
の
有
効
性
を
失
い
、「
私
」
は
「
同
類

項
」
で
な
く
な
っ
た
山
名
を
語
り
「
莫
迦
」
に
し
得
な
い
存
在
に
な
る
の
で

あ
る
。
作
中
、
自
在
に
登
場
人
物
の
内
面
を
語
っ
て
い
た
「
私
」
は
、
終
末

部
で
、
眠
る
「
肥
っ
た
男
」
山
名
申
吉
を
眺
め
る
。
も
は
や
「
私
」
は
登
場

人
物
の
視
点
を
自
在
に
借
り
う
け
な
が
ら
作
中
世
界
を
眺
め
そ
の
内
面
を
描

写
す
る
語
り
手
で
は
な
い
。「
電
燈
を
消
し
忘
れ
た
」
山
名
の
部
屋
で
、
そ

の
「
全
く
健
康
そ
う
な
、
む
し
ろ
無
邪
気
な
感
じ
の
寝
顔
」
を
自
身
の
視
点

で
そ
っ
と
覗
き
込
む
「
私
」
に
は
、
山
名
に
今
後
「
五
味
の
場
合
」
を
書
く

つ
も
り
が
あ
る
か
ど
う
か
を
知
る
た
め
に
山
名
の
内
面
に
入
り
こ
む
、
と

い
っ
た
語
り
手
の
特
権
的
な
行
為
が
出
来
な
く
な
っ
て
い
る
。「
ど
う
も
そ

ん
な
気
が
、
私
に
は
し
ま
す
」
と
自
身
の
予
想
を
書
い
て
語
り
を
閉
じ
る

「
私
」
は
、「
情
熱
」
を
も
っ
た
山
名
か
ら
は
隔
て
ら
れ
て
し
ま
っ
て
い
る

の
で
あ
る
。

５

「
嘘
」
と
「
形
式
」
の
問
題

さ
て
、
こ
の
よ
う
に
「
私
」
が
「
山
名
の
場
合
」
を
物
語
る
構
造
を
確
認

し
た
上
で
、
今
度
は
そ
の
効
果
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。
小
説
を
書
け
な

い
（
あ
る
い
は
書
く
必
要
の
な
く
な
っ
た
）
山
名
を
「
私
」
が
小
説
化
す
る

構
成
が
、
梅
崎
の
「
行
き
詰
り
」、
つ
ま
り
「
嘘
」
と
「
形
式
」
の
問
題
を

い
か
に
し
て
解
消
し
た
か
を
考
察
し
て
ゆ
く
。

椎
名
麟
三
に
よ
っ
て
証
言
さ
れ
た
、「
宮
沢
賢
治
の
口
語
体
」
と
い
う
こ

の
作
品
の
文
体
と
、
実
際
賢
治
か
ら
受
け
た
影
響
に
つ
い
て
は
、
和
田
勉
が

「
賢
治
童
話
の
一
つ
の
パ
タ
ー
ン
で
あ
る
、
強
者
に
対
す
る
弱
者
の
立
場
か

ら
の
一
種
の
ユ
ー
モ
ア
を
含
ん
だ
批
判
・
諷
刺
を
摂
取
し
て
い
る
」
と
指
摘

し
、
宮
沢
賢
治
の
さ
ま
ざ
ま
な
童
話
と
梅
崎
と
の
共
通
点
を
具
体
的
に
分
析

し
て
い
る
。
諷
刺
と
い
う
手
法
の
み
な
ら
ず
、「「
お
話
し
変
わ
り
ま
し
て
」

式
の
話
の
展
開
」、「「
で
す
ま
す
」
の
口
語
文
体
」、「
セ
ン
テ
ン
ス
が
長
く
、

豊
富
な
形
容
詞
や
比
喩
が
多
用
さ
れ
て
い
る
」
こ
と
な
ど
、
梅
崎
が
宮
沢
賢

治
か
ら
う
け
た
の
で
は
な
い
か
、
と
考
え
ら
れ
う
る
要
素
を
詳
細
に
ま
と
め

て
い
る
。
だ
が
、
和
田
自
身
が
「
梅
崎
が
見
た
の
が
、
ど
の
程
度
な
の
か
に

よ
っ
て
対
象
と
な
る
賢
治
の
作
品
も
変
わ
る
が
、
そ
れ
は
、
梅
崎
の
蔵
書
目

録
が
今
後
公
開
さ
れ
た
り
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
な
る
で
あ
ろ
う
」

と
述
べ
る
よ
う
に
、
梅
崎
が
宮
沢
賢
治
の
ど
の
作
品
か
ら
具
体
的
に
ど
う
影

響
さ
れ
た
の
か
を
確
定
さ
せ
る
こ
と
は
出
来
な
い
。

本
稿
で
は
そ
の
詳
細
に
踏
み
込
む
の
で
は
な
く
、
文
体
に
影
響
を
受
け
る
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こ
と
に
よ
っ
て
「
行
き
づ
ま
り
を
救
わ
れ
た
」
と
い
う
そ
の
こ
と
自
体
に
焦

点
を
当
て
た
い
。
口
語
体
と
い
う
文
体
を
得
る
こ
と
に
よ
っ
て
「
山
名
の
場

合
」
は
書
か
れ
、
文
体
に
悩
ん
だ
結
果
「
五
味
の
場
合
」
は
書
き
始
め
ら
れ

な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
山
名
や
「
私
」
と
梅
崎
と
を
短
絡
的
に
結
び
つ
け
る

こ
と
が
目
的
な
の
で
は
な
い
。
小
説
が
書
け
な
い
と
い
う
こ
と
が
「
山
名
の

場
合
」
に
お
い
て
い
か
に
描
写
さ
れ
る
か
を
確
認
す
る
こ
と
で
、「
嘘
」
の

問
題
へ
と
踏
み
込
ん
で
い
こ
う
と
い
う
試
み
で
あ
る
。

山
名
は
「
五
味
司
郎
太
に
お
け
る
人
間
の
研
究
」
と
い
う
題
を
や
め
に
し

て
「
五
味
の
場
合
」
と
名
付
け
た
あ
と
、そ
の
文
体
を
め
ぐ
っ
て
数
日
悩
む
。

「
五
味
司
郎
太
の
人
と
な
り
」
を
書
く
と
決
め
て
い
る
山
名
の
筆
を
停
滞
さ

せ
て
い
る
も
の
は
、
何
を
書
く
か
と
い
う
こ
と
で
も
、
何
か
ら
書
き
始
め
る

か
と
い
う
こ
と
で
も
な
く
、
ど
ん
な
文
体
で
書
く
か
、
と
い
う
問
題
だ
っ
た
。

こ
の
悩
み
が
解
消
さ
れ
る
前
に
研
究
費
交
付
金
の
通
知
の
日
を
迎
え
、
五

味
か
ら
「
詐
欺
罪
の
研
究
」
と
い
う
研
究
題
目
を
聞
い
た
山
名
は
、「
原
稿

用
紙
に
書
か
れ
た
『
五
味
の
場
合
』
と
い
う
文
字
」
を
思
い
う
か
べ
る
。
こ

の
日
か
ら
、
山
名
を
小
説
の
執
筆
へ
と
向
か
わ
せ
て
い
た
「
架
空
の
憎
悪
」

が
「
同
類
項
」
的
関
係
性
の
「
調
整
」
へ
と
目
的
を
変
ず
る
こ
と
は
先
に
確

認
し
た
通
り
だ
が
、
内
部
の
「
架
空
の
憎
悪
」
が
「
何
時
頃
か
ら
」
芽
生
え

た
も
の
か
自
覚
で
き
な
か
っ
た
よ
う
に
、
山
名
自
身
は
そ
の
変
化
に
対
し
て

敏
感
で
は
な
い
。
た
だ
、「
詐
欺
罪
」「
人
間
の
イ
ン
チ
キ
」
と
い
う
五
味
の

研
究
内
容
を
聞
い
た
山
名
の
意
識
に
は
、
文
体
で
悩
ん
で
い
た
小
説
「
五
味

の
場
合
」
が
浮
か
び
上
が
る
の
で
あ
る
。

山
名
は
直
後
、「
一
献
酌
み
交
わ
し
た
い
」
と
五
味
を
誘
う
。「
私
」
は
そ

の
こ
と
ば
を
補
強
す
る
か
の
よ
う
に
、
次
の
よ
う
に
語
る
。

二
三
日
前
に
思
い
立
っ
た
と
い
う
こ
と
は
事
実
で
し
た
。『
五
味
の

場
合
』
を
書
き
始
め
る
に
は
、
ま
だ
ま
だ
材
料
不
足
で
、
も
っ
と
デ
ー

タ
を
集
め
ね
ば
ら
な
ら
ぬ
こ
と
に
気
が
付
い
た
の
で
す
。

こ
の
「
私
」
の
補
足
に
よ
っ
て
、「
五
味
の
場
合
」
を
書
き
始
め
な
か
っ

た
理
由
が
、山
名
の
中
で
、ど
ん
な
文
体
で
書
く
か
、と
い
う
こ
と
か
ら
「
材

料
不
足
」
へ
と
す
り
替
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
る
。「
山
名
の

場
合
」
と
い
う
作
品
内
に
お
い
て
、ど
ん
な
文
体
で
書
く
か
と
い
う
「
文
体
」

に
つ
い
て
の
悩
み
は
、「
詐
欺
罪
」「
人
間
の
イ
ン
チ
キ
」
を
差
し
挟
む
こ
と

に
よ
っ
て
「
材
料
」
の
問
題
へ
と
置
き
換
わ
っ
て
い
る
の
だ
。

「
詐
欺
罪
」「
人
間
の
イ
ン
チ
キ
」
を
研
究
す
る
五
味
に
、
自
身
が
「
何

の
影
響
も
与
え
て
い
な
い
」
こ
と
を
感
じ
「
架
空
の
憎
悪
」
を
現
実
の
「
厭

が
ら
せ
」
へ
と
転
換
す
る
山
名
は
、「
架
空
」
の
物
語
で
あ
る
小
説
が
書
け

な
い
存
在
と
し
て
設
定
さ
れ
る
。「
私
」
は
そ
の
山
名
を
語
り
「
莫
迦
に
す

る
」
小
説
の
主
人
公
に
据
え
る
こ
と
の
で
き
る
存
在
で
あ
り
、
そ
れ
が
「
同

類
項
」
的
関
係
性
に
基
づ
く
こ
と
は
既
に
述
べ
た
。
と
こ
ろ
が
そ
の
「
私
」

の
「
架
空
」
の
優
位
性
は
、
物
語
終
末
部
で
突
然
に
失
わ
れ
る
。
山
名
に
興

味
を
持
た
な
い
五
味
が
研
究
費
交
付
金
の
受
給
に
よ
っ
て
山
名
と
の
「
同
類

項
」
を
意
図
せ
ず
脱
け
だ
し
た
の
と
同
じ
く
、「
私
」
を
認
知
し
得
な
い
山

名
は
魚
住
浪
子
を
欲
望
す
る
こ
と
で
「
同
類
項
」
か
ら
脱
け
だ
し
て
ゆ
く
。

「
私
」
は
「
莫
迦
に
す
る
」
た
め
の
小
説
「
山
名
の
場
合
」
を
物
語
っ
た
こ

と
で
、「
五
味
の
場
合
」
を
必
要
と
し
て
い
た
と
き
の
山
名
と
「
同
類
項
」

の
位
置
に
取
り
残
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
考
え
た
と
き
、
小
説
と
い
う
「
架
空
」
の
世
界
を
構
成
す
る

こ
と
が
出
来
る
か
否
か
、
と
い
う
こ
と
の
価
値
は
反
転
す
る
。「
人
間
の
イ
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ン
チ
キ
」
を
研
究
す
る
五
味
は
社
会
的
な
評
価
を
得
、
小
説
が
書
け
な
か
っ

た
山
名
は
自
己
変
革
の
契
機
を
つ
か
み
、「
山
名
の
場
合
」
を
語
り
得
る

「
私
」
は
「
莫
迦
」
に
さ
れ
る
位
相
に
取
り
残
さ
れ
る
の
だ
。

山
名
と
「
私
」
と
の
差
異
は
、
小
説
が
書
け
る
か
ど
う
か
で
あ
っ
た
。
山

名
は
、「
文
体
」
に
つ
い
て
の
悩
み
を
「
材
料
不
足
」
の
問
題
へ
と
変
換
し

「
デ
ー
タ
を
集
め
ね
ば
な
ら
ぬ
」
と
考
え
る
。
一
方
で
「
私
」
は
登
場
人
物

の
内
面
に
自
在
に
踏
み
込
み
あ
ら
ゆ
る
価
値
判
断
を
附
け
加
え
な
が
ら
「
莫

迦
に
す
る
」。
こ
の
「
私
」
の
自
在
さ
こ
そ
、
梅
崎
が
「
便
利
極
ま
る
形
式
」

と
呼
ん
だ
「
童
話
、
説
話
体
、
あ
る
い
は
講
談
の
語
り
口
」、
つ
ま
り
は
「
宮

沢
賢
治
の
口
語
体
」
で
あ
る
。「
志
賀
直
哉
」
や
「
坂
口
安
吾
」
の
「
形
式
」

で
は
語
り
え
な
か
っ
た
五
味
司
郎
太
は
、「
口
語
体
」
と
い
う
「
形
式
」
に

よ
っ
て
は
じ
め
て
語
り
う
る
存
在
と
な
る
。

五
味
は
、「
人
間
の
イ
ン
チ
キ
」
を
「
研
究
」
し
て
い
る
。
そ
れ
を
知
っ

た
山
名
が
「
五
味
の
場
合
」
を
思
い
う
か
べ
「
デ
ー
タ
」
を
集
め
よ
う
と
し

た
よ
う
に
、「
架
空
」
の
物
語
で
あ
る
小
説
が
「
イ
ン
チ
キ
」
で
な
く
な
る

た
め
に
は
、「
材
料
」
を
集
め
て
書
く
、
と
い
う
山
名
が
採
用
し
た
よ
う
な

方
法
が
浮
か
ぶ
か
も
知
れ
な
い
。
梅
崎
も
ま
た
、「
身
近
な
も
の
」
を
題
材

に
と
り
、「
嘘
」
の
意
識
を
克
服
す
る
た
め
に
そ
の
「
材
料
」
を
何
度
も
書

き
直
し
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
「
私
」
は
「
口
語
体
」
と
い
う
「
形
式
」
を
用

い
る
こ
と
で
、
五
味
の
内
面
に
ま
で
踏
み
込
み
、
自
在
に
「
山
名
の
場
合
」

を
語
っ
て
み
せ
る
。「
人
間
の
イ
ン
チ
キ
」
を
「
研
究
」
の
題
材
と
し
て
対

象
化
す
る
五
味
を
理
解
し
語
る
こ
と
が
、「
デ
ー
タ
」
を
収
集
す
る
こ
と
で

は
達
成
で
き
ず
、「
口
語
体
」
の
導
入
に
よ
っ
て
し
か
成
し
得
な
い
こ
と
。

そ
れ
は
、「
身
近
な
も
の
」
を
小
説
に
す
る
た
め
に
生
じ
る
「
嘘
」
が
「
材

料
」
の
収
集
で
は
な
く
小
説
の
「
形
式
」
に
よ
っ
て
の
み
解
消
さ
れ
る
、
と

い
う
梅
崎
の
問
題
と
結
び
つ
い
て
い
る
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
こ
の
問
題
は
、
文
体
に
悩
み
小
説
が
書
け
な
い
山
名
か
ら
も
考
え

る
こ
と
が
出
来
る
。
誰
の
文
体
で
書
く
か
、
と
い
う
山
名
の
悩
み
は
、
五
味

の
「
人
間
の
イ
ン
チ
キ
」
の
研
究
を
経
由
し
て
「
材
料
不
足
」
と
描
写
さ
れ

る
よ
う
に
な
り
、
と
う
と
う
「
五
味
の
場
合
」
は
書
か
れ
な
い
。「
嘘
」
を

突
き
つ
け
ら
れ
な
い
た
め
に
「
デ
ー
タ
」
を
集
め
る
山
名
は
、「
架
空
」
の

作
品
を
描
く
こ
と
が
出
来
な
い
。「
身
近
な
も
の
で
も
、
私
に
は
う
ま
く
書

け
な
い
」
と
語
っ
た
梅
崎
の
悩
み
は
、
こ
こ
で
否
定
さ
れ
る
。「
デ
ー
タ
」

が
あ
っ
て
も
書
け
な
い
の
で
は
な
く
、「
デ
ー
タ
」
が
揃
う
と
「
嘘
」
の
意

識
に
囚
わ
れ
て
書
け
な
く
な
る
の
だ
。
そ
こ
に
は
現
実
と
「
架
空
」
の
小
説

と
の
間
に
横
た
わ
る
、
乗
り
越
え
が
た
い
断
絶
へ
の
意
識
が
あ
る
。
そ
し
て

そ
の
よ
う
な
、
小
説
の
「
材
料
不
足
」
を
問
題
と
し
て
捉
え
そ
の
た
め
に
現

実
の
「
デ
ー
タ
」
を
集
め
よ
う
と
す
る
、こ
の
解
決
に
繋
が
ら
な
い
苦
悩
は
、

文
体
、
つ
ま
り
「
形
式
」
に
つ
い
て
の
悩
み
が
す
り
替
え
ら
れ
る
こ
と
で
発

生
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

梅
崎
は
、「
形
式
」
の
問
題
の
解
決
に
よ
っ
て
、「
嘘
」
の
問
題
を
塗
り
つ

ぶ
す
。
そ
れ
は
、「
嘘
」
の
問
題
に
行
き
当
た
っ
た
時
に
感
じ
た
「
別
の
迷

路
」、
す
な
わ
ち
「
形
式
」
の
問
題
こ
そ
が
「
行
き
詰
り
」
の
原
因
で
あ
っ

た
と
い
う
認
識
に
た
ど
り
着
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。梅
崎
が
「
口
語
体
」

と
い
う
「
便
利
極
ま
る
形
式
」
に
「
救
わ
れ
た
」
の
は
、
そ
れ
が
現
実
の

「
デ
ー
タ
」
を
必
要
と
す
る
よ
う
な
「
即
物
的
な
描
写
」
を
必
ず
し
も
必
要

と
し
な
い
か
ら
な
の
で
あ
る
。

お
わ
り
に

「
憫
笑
」
の
対
象
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最
後
に
、
は
じ
め
の
問
題
設
定
に
戻
ろ
う
。
読
者
に
「
ユ
ー
モ
ア
」「
ニ

ヒ
リ
ズ
ム
」
を
読
み
取
ら
せ
る
、
本
作
の
仕
掛
け
を
確
認
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

「
山
名
の
場
合
」
か
ら
読
者
が
「
ユ
ー
モ
ア
」
を
読
み
取
る
の
は
、「
私
」

が
全
体
を
通
し
て
、
登
場
人
物
た
ち
を
「
莫
迦
に
す
る
」
た
め
の
「
架
空
」

の
物
語
を
語
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
五
味
を
「
莫
迦
に
す
る
」

た
め
に
組
ま
れ
た
山
名
の
作
品
構
想
を
、「
私
」
が
借
用
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
引
き
起
こ
さ
れ
て
い
た
。
そ
の
「
笑
い
」
を
、
読
者
は
「
私
」
と
共
有
し

な
が
ら
読
み
進
め
る
。

一
方
で
「
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
」
は
、
む
し
ろ
そ
の
「
ユ
ー
モ
ア
」
の
前
提
と
な

る
「
私
」
と
山
名
の
「
同
類
項
」
的
関
係
性
が
崩
壊
す
る
と
き
に
立
ち
現
れ

る
。
そ
れ
ま
で
「
莫
迦
」
に
し
て
き
た
山
名
の
自
己
変
革
の
萌
し
に
よ
っ
て

「
私
」
が
取
り
残
さ
れ
た
と
き
、「
私
」
と
と
も
に
山
名
を
観
察
し
て
き
た

読
者
も
ま
た
、「
架
空
」
の
小
説
の
登
場
人
物
で
あ
る
は
ず
の
山
名
を
「
莫

迦
」
に
で
き
な
く
な
っ
て
い
る
。
読
者
は
最
後
ま
で
読
み
切
っ
た
と
き
、
は

じ
め
て
「
莫
迦
」
に
し
て
い
た
山
名
と
自
身
と
の
「
同
類
項
」
が
あ
っ
た
こ

と
に
思
い
至
る
。い
ま
ま
で
「
莫
迦
」
に
し
て
い
る
と
思
っ
て
い
た
「
笑
い
」

が
、
山
名
が
五
味
を
み
る
と
き
の
よ
う
に
、「
頬
が
硬
ば
」
る
よ
う
な
、
自

身
に
反
射
し
て
く
る
「
憫
笑
」
だ
っ
た
こ
と
に
気
が
付
く
の
だ
。

梅
崎
春
生
は
「
口
語
体
」
と
い
う
「
形
式
」、
つ
ま
り
は
「
材
料
」
を
必

要
と
し
な
い
「
私
」
と
い
う
手
法
を
手
に
入
れ
た
こ
と
で
、
現
実
の
読
者
と

「
同
類
項
」
を
結
び
う
る
よ
う
な
「
架
空
」
の
登
場
人
物
を
描
写
で
き
る
よ

う
に
な
っ
た
。現
実
の
「
材
料
」
を
集
め
て
小
説
化
す
る
こ
と
か
ら
は
離
れ
、

む
し
ろ
小
説
を
「
架
空
」
の
ま
ま
で
お
く
こ
と
で
、「
嘘
」
の
意
識
か
ら
は

じ
ま
っ
た
ス
ラ
ン
プ
を
脱
け
だ
し
た
の
で
あ
る
。

注

（
１
）
伊
藤
整
「
活
躍
し
た
人
々
と
作
品
」（『
創
作
代
表
選
集
』
日
本
文
芸
家

協
会
編

大
日
本
雄
弁
会
講
談
社

一
九
五
二
年
四
月
）

（
２
）
浅
見
淵
「
解
説
」（『
新
選
現
代
日
本
文
学
全
集
』
筑
摩
書
房

一
九
五

九
年
一
〇
月
）

（
３
）
平
野
謙
「
解
説
」（
梅
崎
春
生
『
ボ
ロ
家
の
春
秋
』
角
川
文
庫

一
九

五
七
年
二
月
）

（
４
）
高
橋
啓
太
「
梅
崎
春
生
の
市
井
小
説
と
そ
の
可
能
性
」（『
日
本
近
代
文

学
会
北
海
道
支
部
会
報
』
二
〇
〇
二
年
五
月
）

（
５
）
戸
塚
麻
子
「
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
超
克
の
試
み
と
そ
の
挫
折
（
一
）
―
―
梅
崎

春
生
の
一
九
五
〇
年
前
後
の
私
小
説
的
作
品
群
、
及
び
可
能
性
と
し
て
の

『
山
名
の
場
合
』
―
―
」（『
日
本
文
学
誌
要
』
二
〇
〇
〇
年
三
月
）、
戸

塚
麻
子
「
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
超
克
の
試
み
と
そ
の
挫
折
（
二
）
―
―
梅
崎
春
生

に
於
け
る
〈
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
〉
の
破
綻
と
政
治
へ
の
視
線
―
―
」（『
日
本

文
学
誌
要
』
二
〇
〇
一
年
三
月
）

（
６
）
「
限
り
な
き
舞
踏
」（『
西
日
本
新
聞
』『
北
海
道
新
聞
』
一
九
四
九
年

九
月
〜
一
二
月
）

（
７
）
椎
名
麟
三
「
解
説
」（『
梅
崎
春
生
全
集
』
第
三
巻

新
潮
社

一
九
六

七
年
一
月
）

（
８
）
戸
塚
麻
子
『
戦
後
派
作
家

梅
崎
春
生
』（
論
創
社

二
〇
〇
九
年
七

月
）附

記

本
稿
に
お
け
る
小
説
の
引
用
は
、
全
て
『
梅
崎
春
生
全
集
』
第
三
巻
（
沖
積

舎

一
九
八
四
年
七
月
）
に
拠
っ
た
。
ま
た
、
引
用
部
に
お
け
る
傍
線
は
全
て

論
者
に
よ
っ
て
付
さ
れ
た
。（

わ
た
な
べ
ゆ
う
た

大
学
院
博
士
前
期
課
程
在
学
生
）
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